
ぎ
ん
か
く
じ(

じ
し
ょ
う
じ)

銀
閣
寺(

慈
照
寺)

10知
る

■
銀
閣
寺
と
は

銀
閣
寺
は
正
式
に
は
東
山
慈
照
寺
と
い
い
、
臨
済
宗
相
国
寺
派
に
属

と
う
ざ
ん

じ

し
ょ
う
じ

し
ょ
う
こ
く
じ

す
る
寺
院
で
、
左
京
区
銀
閣
寺
町
に
あ
り
ま
す
。

当
寺
は
室
町
幕
府
八
代
将
軍
足
利
義
政(

一
四
三
六
～
九
〇)

が
造
立

あ
し
か
が
よ
し
ま
さ

し
た
東
山
殿
全
体
を
指
し
て
い
ま
す
。
こ
の
東
山
殿
内
に
建
て
ら
れ
た

ひ
が
し
や
ま
ど
の

二
層
楼
閣(

観
音
殿)

を
銀

か
ん
の
ん
で
ん

閣
と
称
し
、
そ
れ
が
寺
全

体
の
象
徴
的
な
建
物
と
な

っ
た
こ
と
か
ら
、
慈
照
寺

は
銀
閣
寺
と
通
称
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

創
建
当
初
、
こ
の
観
音

殿
に
は
実
際
に
銀
箔
を
貼

る
計
画
が
あ
っ
た
と
も
い

わ
れ
ま
す
が
、
創
建
者
の

義
政
が
建
設
途
中
に
没
し

た
た
め
、
詳
し
い
こ
と
は

わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

結
果
的
に
銀
箔
は
貼
ら

れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
や

が
て
江
戸
時
代
以
降
に
な

る
と
、
室
町
幕
府
三
代
将
軍
足
利
義
満(

一
三
五
八
～
一
四
〇
八)

の
建

あ
し
か
が
よ
し
み
つ

て
た
鹿
苑
寺
の
金
閣(

舎
利
殿)

に
対
し
て
、
慈
照
寺
の
観
音
殿
は
銀
閣

ろ
く
お
ん

じ

し
ゃ

り

で
ん

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
は
寺
そ
の
も
の
も
銀
閣
寺
と
称
さ

れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
す
。

銀
閣
寺
の
建
つ
こ
の
地
は
、
本
来
、
平
安
時
代
中
頃
か
ら
天
台
宗
の

名
刹
浄
土
寺
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
し
た
。
し
か
し
室
町
時
代
に
起
こ
っ

じ
ょ
う
ど

じ

た
応
仁
・
文
明
の
乱(

一
四
六
七
～
七
七)

の
た
め
に
浄
土
寺
は
焼
失

し
、
さ
ら
に
義
政
が
こ
の
地
を
好
ん
だ
こ
と
か
ら
、
文
明
十
四(

一
四

八
二)

年
、
義
政
は
寺
跡
に
宿
望
の
山
荘(

東
山
殿)

造
営
を
行
い
、
翌

十
五
年
に
移
り
住
み
ま
し
た
。

義
政
は
庭
園
を
中
心
と
し
た
山
荘
を
建
て
る
こ
と
を
意
図
し
、
自
身

が
起
居
す
る
常
御
所
を
は
じ
め
、
西
指
庵(

禅
室)

・
起
然
亭
・
東
求
堂

つ
ね
の
ご
し
ょ

せ
い

し

あ
ん

と
う

ぐ

ど
う

(

持
仏
堂)

・
会
所
・
泉
殿
な
ど
多
く
の
殿
舎
や
楼
閣
を
東
山
殿
内
に
設

か
い
し
ょ

け
ま
し
た
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
観
音
殿(

銀
閣)

の
造
営
を
開
始
し
ま
し

た
が
、
延
徳
二(

一
四
九
〇)

年
正
月
、
義
政
は
そ
の
完
成
を
見
る
こ
と

な
く
六
十
五
年
の
生
涯
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
間
、
東

山
殿
を
中
心
と
し
て
東
山
文
化
が
開
花
し
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
有
名

で
す
。

■
義
政
没
後
の
銀
閣
寺

義
政
の
没
後
、
東
山
殿
は
遺
命
に
し
た
が
っ
て
禅
寺
に
改
め
ら
れ
、

義
政
の
法
号
慈
照
院
喜
山
道
慶
に
ち
な
ん
で
慈
照
院
と
命
名
さ
れ
ま
し

た
。
つ
い
で
延
徳
三(

一
四
九
一)

年
三
月
に
は
名
目
上
の
開
山
と
し
て

禅
僧
夢
窓
疎
石(
故
人)

を
招
き
、
慈
照
寺
と
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

む

そ
う

そ

せ
き
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そ
の
後
、
足
利
将
軍
家
の
衰
退
と
と
も
に
寺
運
は
衰
え
て
い
き
ま
す

が
、
そ
れ
に
追
い
打
ち
を
か
け
た
の
が
、
天
文
十
九(

一
五
五
〇)

年
十

一
月
、
三
好
長
慶
と
十
三
代
将
軍
足
利
義
輝
と
が
当
地
附
近
で
戦
っ
た

み

よ
し
な
が
よ
し

あ
し
か
が
よ
し
て
る

天
文
の
兵
火
で
し
た
。

江
戸
時
代
に
入
る
と
、
銀
閣
寺
は
徳
川
家
康
よ
り
三
十
五
石
の
寺
領

を
与
え
ら
れ
、
方
丈
・
観
音
殿(

銀
閣)

・
東
求
堂
・
西
指
庵
な
ど
の
建

、

。

設
や
修
理
を
行
い

荒
廃
し
て
い
た
庭
園
の
修
築
に
も
つ
と
め
ま
し
た

現
在
の
庭
園
も
、
大
半
が
こ
の
と
き
に
修
築
さ
れ
た
も
の
で
す
。

ま
た
明
治
時
代
に
は
、
廃
仏
毀
釈
の
影
響
を
受
け
て
一
時
逼
迫
し
ま

は
い
ぶ
つ
き
し
ゃ
く

し
た
が
、
住
持
の
努
力
に
よ
っ
て
東
求
堂
・
方
丈
・
観
音
殿
な
ど
を
修

理
し
ま
し
た
。
ま
た
東
求
堂
の
北
側
に
義
政
時
代
の
遺
構
弄
清
亭
を
再

ろ
う
せ
い
て
い

、

、

。

興
し

さ
ら
に
庭
園
に
も
手
を
加
え
て

見
事
に
復
興
を
と
げ
ま
し
た

歩
く
／
見
る

■
銀
閣

池
の
西
北
角
に
あ
る
観
音
殿
で
、
東
山
殿
内
で
最
後
に
建
て
ら
れ
、

ま
た
創
建
当
初
か
ら
の
遺
構
を
現
在
に
伝
え
る
建
物
で
す
。
宝
形
造
、

ほ
う
ぎ
ょ
う
づ
く
り

こ
け
ら
葺
の
二
重
の
楼
閣
で
、
屋
根
に
は
鳳
凰
が
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。

ぶ
き

金
閣
と
同
様
、
こ
の
よ
う
な
楼
閣
建
築
を
邸
内
に
つ
く
る
の
は
足
利
将

軍
邸
の
し
き
た
り
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
階
は
心
空
殿
と
呼
ば
れ
る
書
院
造
、
二
階
は
潮
音
閣
と
呼
ば
れ
る

し
ん
く
う
で
ん

ち
ょ
う
お
ん
か
く

禅
宗
様(

唐
様)

で
観
音
像
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
に
数
度
改
修
さ
れ
、
大
正
二(

一
九
一
三)

年
に
は
大
規
模

な
解
体
修
理
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
昭
和
二
十
六
年
六
月
、
戦

後
最
初
の
国
宝
指
定
時
に
、
銀
閣
は
国
宝
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
な
お

平
成
六
年
に
は
、
銀
閣
寺
は
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
庭
園

北
・
東
・
南
の
三
方
を
山
に
囲
ま
れ
た
こ
の
庭
園
は
、
義
政
が
数
多

、

。

く
築
造
し
た
庭
園
の
な
か
で
唯
一

現
在
に
残
さ
れ
て
い
る
遺
構
で
す

義
政
が
最
も
好
ん
で
い
た
西
芳
寺(

苔
寺)

庭
園
を
模
倣
し
て
つ
く
ら

さ
い
ほ
う

じ

こ
け
で
ら

れ
、
彼
が
東
山
殿
に
移
住
し
た
後
、
み
ず
か
ら
指
揮
し
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
場
所
か
ら
植
木
や
庭
石
を
移
植
さ
せ
、
作
庭
し
た
と
い
い
ま
す
。

こ
の
庭
園
は
、
本
来
、
現
在
の
庭
園
よ
り
一
段
高
い
場
所
に
あ
っ
た

と
推
定
さ
れ
る
漱
蘚
亭
跡(

昭
和
六
年
に
発
掘)

の
庭
と
、
現
在
の
境
内

そ
う
せ
ん
て
い

中
心
部
の
庭
か
ら
な
る
上
下
二
段
の
形
式
を
取
っ
て
い
ま
す
。
漱
蘚
亭

跡
の
庭
の
石
組
・
泉
・
水
流
の
跡
を
は
じ
め
、
東
求
堂
正
面
の
白
鶴
島

は
っ
か
く
と
う

や
仙
桂
橋
・
仙
袖
橋
な
ど
は
義
政
創
建
当
初
の
様
子
を
残
し
て
い
る
と

せ
ん
け
い
き
ょ
う
せ
ん
し
ゅ
う
き
ょ
う

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
東
求
堂
正
面
の
座
禅
石
・
大
内
石
を
は
じ
め
、
銀
閣
正
面
の
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池
泉(

錦
鏡
池)

周
辺
、
す
な
わ
ち
境
内
の
庭
園
の
大
半
は
、
江
戸
時
代

き
ん
き
ょ
う
ち

の
元
和
元(

一
六
一
五)

年
・
寛
永
十
六(

一
六
三
九)

年
に
修
復
さ
れ
た

も
の
で
す
。

ま
た
、
中
国
の
西
湖
の
風
景
を
模
倣
し
た
と
い
わ
れ
る
本
堂(

方
丈)

前
の
向
月
台
と
銀
沙
灘
は
、
安
土
桃
山
時
代
頃
ま
で
に
は
既
に
つ
く
ら

こ
う
げ
つ
だ
い

ぎ
ん
し
ゃ
だ
ん

れ
て
い
た
と
も
い
わ
れ
ま
す

が
、
江
戸
時
代
の
修
復
の
際
、

さ
ら
に
拡
大
し
て
つ
く
り
替
え

ら
れ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
向
月

台
は
東
山
に
昇
る
月
を
こ
の
上

に
座
っ
て
待
っ
た
と
い
い
、
ま

た
銀
沙
灘
は
月
の
光
を
反
射
さ

せ
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
、
こ
の
庭
園
は
国
の
特

別
史
跡
・
特
別
名
勝
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

■
方
丈(

本
堂)

慈
照
寺
の
本
堂
と
な
る
建
物
で
、
江
戸
時
代
初
期
、
寛
永
年
間(
一

六
二
四
～
四
四)

の
建
築
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
本
尊
釈
迦
牟
尼
仏
を

し

ゃ

か

む

に

ぶ

つ

安
置
し
ま
す
。
ま
た
、
内
部
に
は
江
戸
時
代
の
俳
人
・
画
家
与
謝
蕪
村

よ

さ

ぶ

そ
ん

(

一
七
一
六
～
八
三)

と
画
家
池

大
雅(

一
七
二
三
～
七
六)

の
共
作
に

い
け
の
た
い

が

よ
る
襖
絵
が
あ
り
、
こ
れ
は
平
成
四
年
、
京
都
市
指
定
文
化
財
と
な
っ

て
い
ま
す
。

■
東
求
堂

と
う

ぐ

ど
う

東
山
殿
創
建
当
初
か
ら
存
在
し
た
義
政
の
持
仏
堂
で
、
元
々
は
阿
弥

銀沙灘 向月台と銀閣・
手前に広がるのが銀沙灘，銀閣の前に盛られ
ているのが向月台です。

。

、

陀
三
尊
を
本
尊
と
し
た
阿
弥
陀
堂
で
し
た

造
り
は
一
重
の
入
母
屋
造

い
り

も

や

づ
く
り

屋
根
は
桧
皮
葺
で
、
昭
和
三
十
九
～
四
十
年
の
修
理
以
前
は
こ
け
ら
葺

ひ
わ
だ
ぶ
き

で
し
た
。

現
在
、
東
求
堂
は
方
丈
の
東
に
位
置
し
て

い
ま
す
が
、
創
建
当
初
は
銀
閣(

観
音
殿)

の

近
く
に
あ
り
、
後
に
現
在
地
へ
そ
の
ま
ま
の

形
で
移
動
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

堂
内
に
は
義
政
像
が
安
置
さ
れ
、
南
に
は

仏
間
、
東
北
隅
に
は
義
政
の
書
斎
で
あ
る

同
仁
斎
が
あ
り
ま
す
。

ど
う
じ
ん
さ
い

同
仁
斎
は
、
四
畳
半
で
、
机
の
役
割
を
担

う
一
間
の
付
書
院
と
物
を
収
納
す
る
半
間

つ
け
し
ょ
い
ん

の
違
棚
が
北
側
に
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
住

ち
が
い
だ
な

宅
遺
構
と
し
て
最
も
古
く
、
書
院
造
が
完
成
す
る
以
前
の
状
態
を
示
す

も
の
と
し
て
貴
重
な
建
物
で
す
。

こ
の
東
求
堂
は
昭
和
二
十
六
年
六
月
、
戦
後
最
初
の
国
宝
指
定
時
に

、

。

国
宝
と
し
て
指
定
さ
れ

同
三
十
九
年
に
解
体
修
理
が
行
わ
れ
ま
し
た

ま
た
、
東
求
堂
と
本
堂
の
間
に
は
、
四
方
の
側
面
に
市
松
模
様
が
彫

ら
れ
た
銀
閣
寺
型(

袈
裟
型)

手
水
鉢
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

■
義
政
の
墓
と
香
火
所

上
京
区
相
国
寺
門
前
町

こ
う

か

し
ょ

室
町
時
代
、
相
国
寺
の
塔
頭
が
足
利
家
歴
代
将
軍
の
位
牌
所
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
義
政
の
墓
は
現
在
、
相
国
寺
惣
墓
地
に
あ
り
、
焼
香
を

行
う
た
め
の
場
所
で
あ
る
香
火
所
も
塔
頭
慈
照
院
に
あ
り
ま
す
。

義
政
死
去
の
後
、
そ
の
遺
骨
は
相
国
寺
内
の
別
の
塔
頭
で
あ
っ
た
大

智
院
に
安
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
義
政
の
香
火
所
を
つ
と
め

る
寺
は
院
名
を
慈
照
院
と
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
大
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智
院
の
反
対
に
あ
い
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
別
の
塔
頭
で
あ
る

大
徳
院
が
彼
の
香
火
所
と
し
て

慈
照
院
と
名
を
改
め
、
遺
骨
も

そ
こ
に
移
さ
れ
て
現
在
に
い
た

っ
て
い
ま
す
。

足利義政墓
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